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○
左
、
劇
文
学
の
領
域

　
近
頃
、
純
文
学
と
大
衆
文
学
の
問
題
が
各
所
で
論
議
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
だ

が
、
こ
れ
は
、
所
謂
「
文
芸
上
の
問
題
」
と
は
な
り
得
な
い
一
個
の
文
壇
四

方
山
話
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
「
純
文
学
で
は
飯
が
食
へ
ん
」
と
か
、
「
大
衆

文
学
を
書
く
の
に
も
や
は
り
才
能
が
い
る
」
と
か
、
何
れ
も
、
動
か
す
べ
か

ら
ざ
る
真
理
に
違
ひ
な
い
が
、
今
ま
で
、
ど
の
時
代
の
文
学
者
も
、
そ
ん
な

こ
と
は
嘗
て
言
は
な
か
つ
た
ほ
ど
、
当
り
前
の
こ
と
な
の
だ
。
ま
し
て
、

「
純
文
学
の
勢
力
が
衰
へ
、
大
衆
文
学
が
盛
ん
に
な
つ
た
の
は
何
故
だ
」
と

か
、
「
純
文
学
と
大
衆
文
学
の
区
別
如
何
」
と
い
ふ
や
う
な
奇
問
は
、
日
本

3



の
雑
駁
な
文
壇
用
語
を
以
て
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
殆
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。

　
し
か
し
、
か
う
い
ふ
問
題
も
、
直
接
、
作
家
の
生
活
に
関
係
が
あ
れ
ば
こ

そ
、
そ
こ
こ
こ
で
話
題
に
も
上
る
わ
け
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
同
じ

文
学
の
領
域
に
あ
つ
て
、
今
日
、
小
説
と
戯
曲
と
が
、
一
時
代
前
に
比
較
し

て
、
そ
の
対
立
関
係
を
次
第
に
変
じ
て
来
た
事
実
も
、
戯
曲
家
の
立
場
か
ら

見
れ
ば
、
一
個
の
興
味
あ
る
問
題
で
あ
り
、
同
時
に
、
文
壇
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ

ム
の
注
意
に
値
す
る
現
象
だ
。

　
歴
史
を
遠
く
遡
る
必
要
は
な
い
。
十
年
前
に
は
、
小
説
家
が
戯
曲
を
書
け

ば
、
そ
の
戯
曲
は
そ
の
小
説
と
同
等
に
評
価
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
。

処
が
、
今
日
の
小
説
家
は
、
特
殊
な
場
合
を
除
き
、
恐
ら
く
戯
曲
を
書
い
て
、

そ
の
小
説
ほ
ど
の
評
価
を
得
る
こ
と
は
困
難
だ
ら
う
。
そ
の
理
由
は
、
云
ふ
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ま
で
も
な
く
、
今
日
の
小
説
が
、
「
本
質
的
に
」
著
し
く
「
進
化
」
し
て
ゐ

る
の
だ
。
そ
し
て
、
戯
曲
は
、
全
く
、
進
化
の
道
を
塞
が
れ
て
、
「
本
質
的

に
」
旧
態
依
然
た
る
有
様
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
別
に
悲
観
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
も
と
も
と
、
戯

曲
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
進
化
の
道
程
が
、
小
説
と
は
自
ら
異
つ
て
ゐ
る
の

で
、
小
説
の
修
業
は
、
必
ず
し
も
戯
曲
の
修
業
と
一
致
せ
ず
、
小
説
の
達
し

得
る
領
域
に
戯
曲
が
達
し
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
戯
曲
の
達
し
得
る
領
域

に
小
説
が
達
し
得
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
だ
。
但
し
、
さ
う
い
ふ
見
解

は
、
十
年
以
前
に
は
、
ま
だ
漠
然
と
し
て
ゐ
た
に
相
違
な
く
、
今
日
で
も
、

な
ほ
、
文
壇
の
一
部
で
は
、
無
批
判
に
、
戯
曲
が
小
説
の
レ
ベ
ル
に
達
し
な

い
と
断
言
す
る
人
々
が
あ
る
。
さ
う
い
ふ
人
々
は
、
果
し
て
、
わ
が
戯
曲
壇
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の
、
最
近
十
年
間
の
歩
み
を
観
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。
私
は
、
前
に
、
戯
曲
は
、

全
く
進
化
の
道
を
塞
が
れ
て
ゐ
た
と
い
ひ
、
「
本
質
的
に
」
旧
態
依
然
た
る

有
様
だ
と
い
つ
た
が
、
そ
れ
は
、
文
壇
の
表
面
に
浮
び
出
た
若
干
の
例
の
み

に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
つ
て
、
爾
来
、
黙
々
と
し
て
動
き
つ
つ
あ
る
次
の

ヂ
ェ
ネ
レ
エ
シ
ョ
ン
こ
そ
は
、
実
に
、
こ
の
十
年
間
の
歩
み
を
独
占
し
て
ゐ

た
の
だ
。

　
何
に
よ
つ
て
そ
れ
を
感
じ
る
か
と
い
へ
ば
、
聊
か
主
観
に
偏
す
る
き
ら
ひ

は
あ
る
が
、
私
は
敢
て
、
周
囲
に
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
る
二
三
の
若
い
友
人
が

ゐ
る
と
答
へ
た
い
。
彼
等
は
、
勿
論
既
成
劇
壇
に
何
等
の
期
待
を
お
い
て
ゐ

な
い
。
彼
等
は
ま
た
、
所
謂
「
文
壇
に
出
る
」
こ
と
を
最
初
の
目
的
と
も
し

て
ゐ
な
い
。
彼
等
は
、
日
本
の
新
劇
が
今
日
ま
で
達
し
得
た
と
こ
ろ
を
以
て
、
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自
分
の
出
発
点
と
す
る
考
へ
す
ら
も
つ
て
ゐ
な
い
。
彼
等
は
文
字
通
り
、
戯

曲
と
倶
に
、
た
だ
そ
れ
の
み
と
生
き
て
来
、
ま
た
生
き
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。

　
私
は
、
故
ら
か
く
の
如
き
悲
壮
め
い
た
言
ひ
方
を
す
る
の
で
は
な
い
。
今

日
の
時
代
に
、
彼
等
が
、
如
何
に
傑
作
を
書
か
う
と
も
、
こ
れ
を
世
に
問
ふ

機
関
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
の
だ
。
同
人
雑
誌
、
殊
に
演

劇
に
関
す
る
片
々
た
る
小
雑
誌
の
如
き
は
、
世
間
的
に
見
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い

原
稿
の
コ
ピ
イ
同
然
だ
。
彼
等
は
、
時
勢
を
識
る
に
せ
よ
知
ら
ぬ
に
せ
よ
、

そ
の
作
品
が
、
活
字
に
よ
つ
て
、
多
く
の
知
己
を
得
る
な
ど
と
は
考
へ
て
ゐ

ま
い
。
そ
れ
故
に
彼
等
は
、
徒
ら
に
あ
せ
ら
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
か
く
云

ふ
私
な
ど
が
、
こ
れ
ま
で
無
数
に
発
表
し
た
や
う
な
雑
誌
的
戯
曲
は
、
夢
に

も
書
か
う
と
は
せ
ず
、
ま
た
、
書
く
必
要
も
な
い
の
だ
。
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か
く
の
如
き
状
態
は
、
私
に
、
か
う
い
ふ
結
論
を
引
き
出
さ
せ
る
。
曰
く
、

所
謂
、
雑
誌
な
る
も
の
の
創
作
欄
か
ら
は
、
将
来
「
本
当
の
戯
曲
」
は
現
は

れ
な
い
だ
ら
う
、
と
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
小
説
と
戯
曲
と
は
、
何
れ
も
そ
の
本
質
的
両
端
に
於
て

は
、
従
来
の
兄
弟
づ
き
あ
ひ
乃
至
夫
婦
関
係
の
如
き
情
実
主
義
を
清
算
し
て
、

全
く
赤
の
他
人
と
な
り
、
偶
々
路
傍
に
相
見
え
て
も
、
お
互
に
挨
拶
の
面
倒

さ
へ
な
く
な
る
だ
ら
う
、
と
。

　
だ
が
、
こ
れ
は
、
袋
小
路
の
如
き
日
本
の
文
壇
に
於
て
は
、
定
め
し
、
不

自
然
極
ま
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
小
説
七
軒
、
戯

曲
一
軒
の
割
合
に
も
な
ら
ぬ
と
す
る
と
、
戯
曲
は
、
全
く
孤
影
悄
然
、
話
し

か
け
る
相
手
も
な
い
有
様
が
眼
に
見
え
る
や
う
だ
か
ら
だ
。
そ
こ
で
勢
ひ
、
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頭
を
も
た
げ
る
の
が
、
演
劇
の
実
際
運
動
だ
。
さ
う
い
ふ
機
運
に
乗
じ
て
生

れ
出
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
真
の
底
力
あ
る
新
劇
運
動
と
は
い
へ
な
い
。

　
こ
こ
に
は
、
雑
誌
月
評
家
の
小
姑
意
識
も
働
か
ず
、
作
者
自
か
ら
、
厳
正

な
自
己
批
判
の
前
に
立
つ
て
、
才
能
の
試
錬
に
耐
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
さ
て
、
問
題
を
、
劇
文
学
の
領
域
と
い
ふ
本
題
に
引
戻
さ
う
。

　
凡
そ
世
界
の
演
劇
史
を
通
じ
て
、
最
も
偉
大
且
つ
高
貴
な
る
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
と
し
て
残
る
も
の
は
、
チ
エ
ホ
フ
の
戯
曲
と
能
楽
の
舞
台
で
あ
ら
う
と
は
、

私
の
予
々
信
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
者
は
、
戯
曲
の
生
命
に
は
じ
め
て

決
定
的
な
文
学
的
表
現
を
与
へ
、
そ
れ
を
今
日
に
ま
で
生
か
し
て
ゐ
る
点
、

後
者
は
、
同
じ
く
、
舞
台
の 

幻  

像 

イ
メ
エ
ジ

が
、
最
も
単
純
な
姿
を
以
て
最
も
深
き

に
達
し
て
ゐ
る
点
、
共
に
比
類
な
き
芸
術
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
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何
れ
も
、
東
西
演
劇
の
原
始
精
神
が
、
期
せ
ず
し
て
、
後
世
、
見
事
な
花
を

開
い
た
と
も
云
へ
る
の
だ
が
、
私
は
、
こ
の
二
つ
の
例
を
並
べ
て
み
て
、
総

て
、
純
粋
な
も
の
に
共
通
な
特
質
と
い
ふ
も
の
を
は
つ
き
り
見
出
し
得
る
や

う
な
気
が
す
る
の
だ
。

　
こ
の
議
論
を
押
進
め
て
行
く
と
非
常
に
長
く
な
り
さ
う
だ
か
ら
、
そ
れ
は

次
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
要
す
る
に
、
チ
エ
ホ
フ
の
天
才
、
並
に
能

楽
の
恵
ま
れ
た
「
運
命
」
に
つ
い
て
、
一
応
読
者
諸
君
の
同
意
を
得
る
も
の

と
し
、
そ
の
何
れ
も
が
、
決
し
て
、
「
演
劇
を
如
何
に
す
べ
き
か
」
な
ど
と

い
ふ
、
「
現
代
的
な
問
題
」
を
基
礎
に
し
て
生
じ
た
芸
術
品
で
な
か
つ
た
こ

と
を
言
ひ
添
へ
て
お
き
た
い
と
思
ふ
。

　
然
る
に
、
今
日
、
劇
文
学
に
志
す
青
年
誰
一
人
が
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
ウ
ス
キ
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イ
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
、
小
山
内
薫
の
名
を
知
ら
な
い
で

あ
ら
う
か
？
　
ま
た
誰
一
人
が
イ
プ
セ
ン
、
ゴ
オ
ゴ
リ
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
、

マ
ア
テ
ル
ラ
ン
ク
、
エ
ド
モ
ン
・
ロ
ス
タ
ン
、
久
保
田
万
太
郎
の
名
を
知
ら

な
い
で
あ
ら
う
か
？

　
彼
等
は
、
少
く
と
も
、
現
代
の
戯
曲
が
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
生
気
を

失
ひ
、
如
何
な
る
点
で
行
き
づ
ま
つ
て
ゐ
る
か
を
気
づ
い
て
ゐ
る
筈
だ
。
彼

等
の
う
ち
の
最
も
野
心
あ
る
も
の
は
「
傑
作
」
を
書
か
う
と
す
る
前
に
「
如

何
な
る
方
向
」
に
進
む
べ
き
か
を
考
へ
な
い
筈
は
な
い
の
だ
。
彼
等
は
、
所

謂
「
新
し
さ
」
に
飽
き
、
「
こ
け
お
ど
し
」
に
迷
は
さ
れ
ず
、
只
管
「
本
質
」

の
問
題
を
考
へ
は
じ
め
て
ゐ
る
。
漸
く
、
そ
こ
に
来
た
の
だ
。
文
壇
の
風
潮

か
ら
、
な
る
ほ
ど
、
遠
い
で
は
な
い
か
。
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チ
エ
ホ
フ
は
、
幸
ひ
に
し
て
、
あ
の
豊
富
な
文
学
的
内
容
に
よ
つ
て
、
わ

が
文
壇
に
多
く
の
知
己
を
得
、
そ
の
戯
曲
は
、
恐
ら
く
、
戯
曲
と
し
て
よ
り

も
、
何
か
し
ら
「
ユ
ニ
ッ
ク
」
な
文
学
的
作
品
と
し
て
、
全
く
申
分
の
な
い

歓
待
を
受
け
た
や
う
だ
が
、
誰
か
文
壇
の
批
評
家
で
、
謡
曲
の
う
ち
、
最
も

「
意
味
の
通
じ
な
い
」
曲
を
、
ひ
と
つ
、
文
学
的
に
評
価
し
て
み
る
も
の
は

な
い
だ
ら
う
か
？
　
こ
れ
は
最
近
仕
入
れ
た
知
識
で
あ
る
が
、
能
楽
の
舞
台

に
於
て
は
、
さ
う
い
ふ
曲
こ
そ
、
最
も
純
粋
な
魅
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ

る
ら
し
い
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
物
語
の
筋
及
び
、
そ
の
構
成
の
如
き
は
、
能

楽
と
し
て
は
寧
ろ
第
二
義
第
三
義
的
な
も
の
で
、
描
写
の
如
何
、
そ
の
他
直

接
感
情
に
愬
へ
る
言
葉
の
意
味
さ
へ
、
殆
ど
能
楽
全
体
と
し
て
の
効
果
か
ら

云
へ
ば
計
算
に
入
れ
な
く
て
も
い
い
の
だ
。
結
局
、
謡
曲
な
る
も
の
の
、
所
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謂
「
物
語
と
し
て
の
」
文
学
的
発
展
、
殊
に
、
所
謂
「
劇
的
」
な
内
容
は
、

能
楽
の
高
い
鑑
賞
に
は
却
つ
て
邪
魔
つ
け
な
の
だ
。
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
、

演
技
化
さ
れ
た
「
言
葉
の
魔
術
」
だ
。
「
言
葉
」
の
音
と
意
味
と
が
、
何
れ

と
も
つ
か
ず
渾
然
と
同
化
し
て
、
瞬
間
瞬
間
の
「 

幻  

象 

イ
メ
エ
ジ

」
を
繰
り
ひ
ろ
げ
、

そ
の
幻
象
が
、
刻
々
生
命
の
象
徴
と
し
て
視
覚
的
に
浮
び
出
る
の
だ
。
連
鎖

な
き
言
葉
の
幻
象
に
こ
そ
、
超
現
実
的
生
命
が
流
れ
る
の
で
、
そ
こ
に
こ
そ
、

自
然
な
ら
ざ
る
「
真
」
を
感
じ
る
悦
び
が
あ
る
の
だ
。

　
私
の
能
楽
礼
讃
は
、
し
か
し
、
多
少
、
眉
唾
も
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
能
楽

そ
の
も
の
を
、
私
ほ
ど
観
て
ゐ
な
い
も
の
は
少
な
か
ら
う
し
、
ま
た
、
観
て

も
そ
ん
な
に
面
白
い
と
は
思
は
ぬ
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
が
、
た
だ
私

は
能
楽
フ
ァ
ン
の
一
群
を
友
人
に
持
ち
、
彼
等
の
熱
狂
ぶ
り
、
と
云
つ
て
悪
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け
れ
ば
、
そ
の
渇
仰
ぶ
り
を
見
て
、
内
心
甚
だ
穏
か
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、

且
つ
、
理
論
的
に
考
へ
て
、
誠
に
、
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
は
れ
る
節
も
あ
り
、

殊
に
、
私
の
演
劇
本
質
論
が
、
偶
然
、
こ
の
影
の
薄
い
と
思
は
れ
た
骨
董
的

芸
術
に
よ
つ
て
、
ま
た
と
な
き
根
拠
を
与
へ
ら
れ
た
こ
と
は
、
な
ん
と
い
ふ

皮
肉
で
あ
ら
う
。

　
私
は
恐
ら
く
、
こ
の
秋
頃
か
ら
、
そ
れ
ら
の
友
人
達
に
く
つ
つ
い
て
能
楽

を
「
拝
見
」
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
果
し
て
、
よ
く
、
一
曲
の
終
る
ま
で

居
眠
り
の
辛
抱
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
正
に
保
証
は
で
き
か
ね
る
。
と
い
ふ

の
は
、
か
く
も
「
偉
大
な
る
」
演
劇
的
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
る
に
も
拘
は
ら
ず
、

私
の
性
分
に
通
じ
な
さ
う
に
思
は
れ
る
の
は
、
こ
の
舞
台
た
る
や
、
飽
く
ま

で
も
、
「
現
代
」
と
没
交
渉
で
あ
る
こ
と
だ
。
私
は
、
決
し
て
、
「
現
代
」
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を
好
ん
で
は
を
ら
ぬ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
現
代
」
に
生
を
得
た
こ
と
を
甚

だ
悲
し
む
も
の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
、
「
現
代
」
と
い
ふ
も
の
が
一
番
気
に

な
る
の
だ
。
何
か
「
現
代
」
か
ら
眼
を
そ
ら
す
こ
と
が
怖
し
い
。
い
や
、
眼

を
そ
ら
す
こ
と
が
淋
し
い
の
だ
。
私
は
「
現
代
を
救
は
う
」
な
ど
と
考
へ
て

を
ら
ぬ
。
な
に
、
結
局
「
現
代
人
」
な
る
も
の
が
、
愛
す
る
に
値
し
な
く
と

も
、
一
番
、
見
て
ゐ
て
面
白
い
か
ら
だ
。

　
余
談
は
さ
て
お
き
、
近
代
の
戯
曲
作
家
で
、
能
楽
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
そ

の
作
品
を
物
し
た
と
称
せ
ら
れ
る
男
が
二
人
あ
る
。
一
人
は
仏
蘭
西
人
、
一

人
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
だ
。
二
人
と
も
、
能
楽
の
精
神
を
解
し
て
ゐ
た
か
ど

う
か
は
怪
し
い
も
の
だ
が
、
私
の
考
へ
る
と
こ
ろ
で
は
、
東
洋
芸
術
に
、
異

国
的
新
鮮
さ
を
味
ひ
、
怪
奇
な
幻
想
を
貪
り
得
る
人
種
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
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苟
も
、
生
れ
落
ち
る
か
ら
親
爺
の
褌
を
見
馴
れ
て
ゐ
る
わ
れ
ら
が
、
能
楽
の

単
純
主
義
に
さ
う
驚
く
わ
け
も
な
し
、
そ
れ
を
ま
た
、
真
似
て
み
る
興
味
も

な
か
ら
う
。
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
チ
エ
ホ
フ
を
識
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
意

識
的
に
、
チ
エ
ホ
フ
か
ら
出
発
し
、
意
識
的
に
能
楽
の
精
神
に
近
づ
く
こ
と

は
、
や
が
て
、
演
劇
の
本
質
主
義
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
劇
文
学
当
面
の
問
題
は
、
理
論
上
、
一
つ
の
進
路
を
与
へ
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
か
う
い
ふ
主
張
は
、
し
か
し
、
ま
だ
、
私
の
周
囲
で
行
は
れ
て
ゐ
る
わ
け

で
は
な
い
。
さ
う
で
あ
れ
ば
、
勿
論
、
私
な
ど
出
る
幕
で
は
な
い
の
だ
が
、

静
か
に
観
察
し
て
み
る
と
、
こ
れ
か
ら
世
に
出
よ
う
と
す
る
若
い
ヂ
ェ
ネ
レ

エ
シ
ョ
ン
の
う
ち
に
も
、
や
は
り
、
「
純
文
学
派
」
と
、
「
大
衆
文
学
派
」
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と
が
、
同
じ
戯
曲
作
家
の
う
ち
に
入
り
混
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
「
大
衆

文
学
派
」
は
、
実
際
家
で
あ
り
、
今
日
党
で
あ
り
、
化
学
で
い
へ
ば
、
応
用

組
（
？
）
で
あ
る
。
「
純
文
学
派
」
は
、
理
想
家
で
あ
り
、
明
日
党
で
あ
り
、

学
者
で
い
へ
ば
、
一
生
を
実
験
で
暮
す
研
究
室
組
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
境

界
の
と
こ
ろ
は
は
つ
き
り
し
な
い
が
、
極
端
に
な
る
と
軽
蔑
し
合
ふ
傾
向
が

あ
り
、
も
つ
と
極
端
ま
で
行
く
と
、
互
に
同
業
者
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
な

く
な
る
。

　
中
に
は
ま
た
「
大
衆
性
」
と
い
ふ
言
葉
を
有
難
く
解
釈
し
て
、
ヴ
ィ
ク
ト

オ
ル
・
ユ
ゴ
オ
や
ト
ル
ス
ト
イ
は
大
衆
的
小
説
を
書
き
、
同
時
に
、
そ
れ
が

芸
術
的
な
高
さ
を
も
つ
て
ゐ
た
と
論
じ
る
人
々
も
ゐ
る
如
く
、
演
劇
の
通
俗

性
を
承
認
し
て
、
こ
れ
を
現
代
思
想
的
背
光
に
よ
つ
て
飽
く
ま
で
も
「
芸
術
」
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た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
両
天
秤
案
も
現
は
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
各
人
各
説
、

十
人
十
色
の
拠
り
処
が
あ
つ
て
然
る
べ
き
だ
が
、
事
、
専
門
に
関
す
る
限
り
、

一
応
は
「
純
粋
に
」
そ
の
仕
事
の
本
質
を
突
き
止
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

言
ひ
換
へ
れ
ば
「
手
段
」
と
し
て
で
な
く
「
目
的
」
と
し
て
の
活
動
に
何
等

か
の
意
義
を
与
へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
卑
近
な
例
を
と
れ
ば
、
水
銀
か
ら
金
を
採
る
と
い
ふ
実
験
の
成
功
（
？
）

は
、
誠
に
華
々
し
く
聞
え
る
や
う
だ
が
、
こ
れ
は
、
純
粋
な
学
問
的
立
場
か

ら
は
、
ス
ペ
ク
ト
ル
の
数
字
的
発
見
と
何
等
異
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
た
だ
前

者
は
「
通
俗
的
、
大
衆
的
」
に
何
等
か
を
刺
激
煽
動
す
る
効
果
を
も
つ
て
ゐ

る
と
い
ふ
だ
け
だ
。
そ
れ
も
「
水
銀
が
金
に
な
る
」
と
い
ふ
や
う
に
「
誤
解
」

さ
せ
れ
ば
一
層
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
的
成
功
で
あ
つ
て
、
「
如
何
な
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る
水
銀
も
、
多
少
の
金
を
も
と
も
と
含
ん
で
ゐ
る
」
と
い
ふ
専
門
的
基
礎
知

識
に
照
せ
ば
、
単
に
、
「
水
銀
か
ら
金
を
分
離
す
る
」
こ
と
に
成
功
し
た

「
予
想
し
得
る
事
実
」
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
「
水
銀
か
ら
金
を
採
る
」

実
験
が
、
卑
む
べ
き
仕
事
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
仕
事
が
、

「
目
的
」
と
し
て
価
値
を
も
つ
か
、
「
手
段
」
と
し
て
価
値
を
も
つ
か
が
、

そ
の
学
者
の
純
粋
さ
を
決
定
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
発
見
者
と
発
明
家
と
の

分
岐
点
だ
。
学
説
と
特
許
願
書
の
相
違
だ
。

　
然
し
な
が
ら
、
同
じ
学
者
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
に
、
な
ほ
か
つ
、

こ
の
二
つ
の
型
が
存
在
す
る
如
く
、
作
家
の
仲
間
に
も
、
明
か
に
、
こ
の
二

つ
の
型
が
あ
り
、
劇
作
家
の
如
き
は
、
概
ね
、
例
外
な
く
後
者
の
型
に
属
す

る
も
の
と
私
は
考
へ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
今
日
ま
で
の
演
劇
の
「
歩
み
」
が
、
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勢
ひ
、
そ
れ
を
強
ひ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
繰
り
返
し
て
云
ふ
が
、
こ
の
事
実

は
、
別
に
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
演
劇
の
将
来
が
、
わ
れ
わ

れ
自
身
の
問
題
と
し
て
横
た
へ
ら
れ
た
時
、
「
新
し
き
道
は
此
処
に
あ
り
」

と
い
ふ
一
つ
の
目
印
と
し
て
、
私
は
、
先
づ
、
劇
文
学
の
領
域
に
あ
つ
て

「
純
粋
な
」
も
の
へ
の
方
向
が
ま
だ
残
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
ま
で

だ
。

　
嘗
て
言
つ
た
如
く
、
演
劇
は
、
そ
れ
自
体
、
錯
綜
極
ま
り
な
き
迷
路
で
あ

る
。
如
何
な
る
「
門
」
か
ら
で
も
、
演
劇
に
入
る
こ
と
が
出
来
、
し
か
も
、

出
口
は
た
だ
一
つ
な
の
だ
。
俳
優
の
門
が
あ
る
。
舞
台
監
督
の
門
が
あ
る
。

装
置
家
の
門
が
あ
り
、
戯
曲
家
の
門
が
あ
り
、
照
明
、
効
果
な
ど
と
い
ふ
門

も
あ
る
。
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近
代
の
あ
る
一
時
機
に
於
て
、
戯
曲
家
の
門
が
不
当
に
狭
め
ら
れ
た
。
ア

ン
ド
レ
・
ス
ュ
ワ
レ
ス
の
言
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
「
舞
台
が
詩
人
を
駆
逐

し
た
」
時
代
だ
。

　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
現
在
の
日
本
の
有
様
は
ど
う
で
あ
ら

う
。
「
詩
人
が
舞
台
を
棄
て
た
」
と
も
云
ひ
得
る
の
だ
。
こ
こ
で
云
ふ
詩
人

と
は
（
断
る
ま
で
も
な
く
）
真
の
作
家
の
謂
だ
。

　
仏
蘭
西
に
於
て
、
「
舞
台
が
詩
人
を
駆
逐
し
た
」
時
代
に
こ
そ
、
黙
々
と

し
て
、
詩
人
は
、
「
一
人
で
観
る
芝
居
」
を
書
い
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

芝
居
が
、
次
の
時
代
に
、
凱
歌
を
あ
げ
た
。
舞
台
を
捨
て
た
日
本
の
詩
人
等

は
、
今
、
何
を
し
つ
つ
あ
る
の
か
。
少
数
の
消
息
で
は
あ
る
が
、
私
は
、
そ

れ
を
知
り
得
た
悦
び
を
ひ
そ
か
に
感
じ
て
ゐ
る
。
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○
右
、
翻
訳
劇
の
功
罪

　
果
し
て
、
こ
の
秋
に
は
、
簇
々
と
新
し
い
劇
団
が
生
れ
る
と
の
報
道
が
伝

へ
ら
れ
た
。
メ
ン
バ
ア
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
を
見
て
、
ど
の
劇
団
が
ど
う
か

う
と
い
ふ
批
判
は
差
控
へ
よ
う
。
私
は
、
ど
の
グ
ル
ウ
プ
に
も
恩
怨
は
な
く
、

ど
の
看
板
に
も
好
悪
が
な
い
の
だ
が
、
大
体
、
そ
の
色
分
け
を
し
て
み
る
と
、

三
通
り
に
な
る
。
第
一
が
、
新
劇
畑
の
俳
優
が
、
同
志
を
糾
合
し
て
、
一
時

中
断
さ
れ
た
仕
事
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
第
二
に
商
業
劇
場
に
属
す

る
若
手
の
俳
優
が
、
既
成
演
劇
の
殻
か
ら
出
て
、
現
代
的
呼
吸
を
存
分
に
舞

台
で
見
せ
よ
う
と
す
る
も
の
。
第
三
に
、
学
生
乃
至
そ
の
年
頃
の
青
年
が
、
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純
粋
に
素
人
か
ら
成
る
研
究
劇
団
を
作
ら
う
と
す
る
も
の
、
即
ち
こ
れ
で
あ

る
。

　
何
れ
も
、
演
劇
貧
困
の
時
代
的
要
求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
に
相
違
な

く
、
そ
の
意
気
と
抱
負
は
、
私
は
じ
め
、
十
分
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

が
、
甚
だ
失
礼
な
言
ひ
草
を
許
し
て
貰
へ
る
な
ら
、
何
れ
も
、
凡
そ
、
そ
の

結
果
が
予
想
さ
れ
、
義
理
で
も
な
け
れ
ば
、
観
に
行
く
気
は
し
な
い
の
だ
。

　
無
論
、
何
等
か
の
意
味
で
、
今
ま
で
の
も
の
と
は
変
つ
て
を
り
、
余
程
の

新
劇
フ
ァ
ン
か
、
芝
居
な
ら
な
ん
で
も
御
座
れ
と
い
ふ
常
連
に
は
、
相
当
の

感
興
を
与
へ
る
こ
と
と
思
ふ
け
れ
ど
、
少
し
批
評
的
に
、
或
は
、
や
や
専
門

的
に
そ
の
舞
台
を
観
れ
ば
、
一
二
の
俳
優
の
隠
れ
た
素
質
を
発
見
す
る
と
い

ふ
く
ら
ゐ
が
関
の
山
で
、
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
に
は
、
お
世
辞
に
も
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感
心
は
で
き
ま
い
と
思
ふ
。
な
ぜ
そ
ん
な
乱
暴
な
予
言
が
で
き
る
か
と
い
へ

ば
、
結
局
、
こ
の
新
し
い
劇
団
の
ス
タ
ア
ト
に
於
て
、
新
し
い
「
性
根
」
を

見
せ
て
ゐ
な
い
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
新
劇
の
所
謂
新
劇
た
る
殻
が
、
ど
こ
と

な
く
、
そ
の
「
精
神
」
を
包
ん
で
ゐ
る
か
ら
だ
。
こ
の
「
新
劇
の
殻
」
と
い

ふ
問
題
で
は
、
数
ヶ
月
前
「
劇
作
」
誌
上
で
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
の

日
本
は
、
も
う
「
新
劇
の
殻
」
を
悉
く
振
り
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
機
だ
。

殻
と
は
何
か
と
い
へ
ば
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
西
洋
翻
訳
劇
の
上
演

か
ら
生
れ
出
た
一
種
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
演
技
上
の
臭
味
　
　
外
国
戯
曲
の

傑
作
を
紹
介
す
る
の
だ
と
い
ふ
態
度
か
ら
出
た
、
一
種
の
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ス
ト

的
横
柄
さ
、
そ
の
上
、
さ
う
い
ふ
舞
台
が
時
を
得
た
夢
の
あ
と
で
、
「
あ
れ

く
ら
ゐ
の
こ
と
な
ら
、
お
れ
た
ち
に
で
も
で
き
る
」
と
い
ふ
舞
台
を
甘
く
見

24劇壇左右展望



た
安
易
さ
、
等
々
の
手
が
つ
け
ら
れ
ぬ
カ
サ
ブ
タ
だ
。

　
嘗
て
築
地
小
劇
場
の
首
脳
部
に
あ
つ
て
、
今
日
も
な
ほ
演
劇
に
対
す
る
熱

情
を
示
し
つ
つ
あ
る
北
村
喜
八
氏
は
、
私
の
こ
の
説
を
半
ば
承
認
さ
れ
、
し

か
も
、
そ
れ
は
小
山
内
氏
或
は
築
地
小
劇
場
の
罪
で
は
な
い
と
、
や
さ
し
く

弁
護
を
試
み
ら
れ
た
が
、
私
は
、
更
に
、
北
村
氏
の
説
を
四
分
の
一
承
認
し

て
も
よ
ろ
し
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
病
根
は
既
に
、
わ
が
国
新
劇
の
創
始
時
代

か
ら
徴
候
を
見
せ
て
ゐ
た
に
相
違
な
く
、
翻
訳
劇
か
ら
出
発
し
た
新
劇
の
舞

台
は
、
そ
れ
が
「
紹
介
的
」
で
あ
る
と
「
独
創
的
」
で
あ
る
と
に
論
な
く
、

既
に
、
翻
訳
に
つ
き
も
の
の
、
「
概
ね
正
確
」
な
テ
キ
ス
ト
を
、
「
概
ね
正

確
」
に
演
じ
る
こ
と
で
満
足
す
る
よ
り
外
な
か
つ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
演

劇
に
於
て
、
殊
に
、
俳
優
の
演
技
に
於
て
「
概
ね
正
確
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
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最
も
恐
ろ
し
い
こ
と
な
の
だ
。

　
な
ぜ
な
ら
「
概
ね
正
確
」
な
台
詞
の
言
ひ
方
や
身
振
り
な
ど
と
い
ふ
も
の

は
、
「
全
く
間
違
つ
て
ゐ
る
」
の
と
同
じ
か
、
或
は
、
そ
れ
以
上
、
芝
居
を

ぶ
ち
毀
す
の
だ
。
た
だ
、
そ
の
芝
居
を
平
気
で
見
て
ゐ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
人
は
、
「
正
確
」
で
あ
る
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
だ
け
だ
。
つ
ま
り
芝
居

が
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
北
村
氏
も
云
は
れ
る
如
く
、
た
と
へ
、
翻
訳
劇
に
そ

の
「
正
確
さ
」
が
多
少
ゆ
が
め
ら
れ
て
ゐ
た
に
も
せ
よ
、
嘗
て
、
築
地
の
舞

台
に
於
て
名
作
の
名
演
出
が
、
十
二
分
の
魅
力
を
放
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
れ
も
、
程
度
の
問
題
で
、
日
本
だ
か
ら
と
云
ふ
に
す
ぎ
な
く

は
な
い
か
。
殊
に
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
相
当
外
国
文
学
の
素
養
が

あ
れ
ば
、
翻
訳
は
、
そ
れ
自
身
の
も
つ
欠
陥
を
多
少
補
ひ
つ
つ
読
め
る
の
で
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あ
る
。
舞
台
も
同
様
で
、
そ
の
作
品
を
十
分
翫
味
し
て
ゐ
れ
ば
、
演
技
や
演

出
の
不
備
は
、
あ
る
場
合
、
自
分
の
幻
想
に
よ
つ
て
塞
ぎ
得
る
の
で
あ
る
。

　
兎
も
角
も
、
過
去
に
於
て
、
日
本
の
新
劇
が
、
翻
訳
劇
か
ら
出
発
し
、
そ

の
歴
史
の
大
半
を
、
翻
訳
劇
に
よ
つ
て
埋
め
た
と
い
ふ
事
実
に
対
し
て
、
私

は
、
何
等
口
を
挟
ま
う
と
は
思
は
な
い
。
要
は
、
そ
の
時
代
の
権
威
あ
る
指

導
者
が
、
何
故
に
、
今
日
の
結
果
を
予
想
し
て
、
適
切
な
警
戒
を
加
へ
な
か

つ
た
か
と
云
ふ
の
だ
。
何
故
に
、
完
全
な
日
本
語
を
、
正
確
に
喋
れ
な
い
俳

優
を
作
つ
た
か
と
云
ふ
の
だ
。
罪
を
俳
優
に
被
せ
る
の
も
よ
ろ
し
い
。
た
し

か
に
、
彼
等
に
も
怠
慢
の
罪
は
あ
る
だ
ら
う
。
修
業
の
方
法
を
誤
つ
た
と
云

つ
て
も
差
つ
か
へ
な
い
。
が
、
私
は
、
今
日
、
何
人
の
罪
を
問
ふ
て
ゐ
る
の

で
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
過
去
の
新
劇
指
導
者
が
、
直
接
間
接
、
日
本
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の
演
劇
に
与
へ
た
大
き
な
功
績
は
、
北
村
氏
と
同
様
、
幾
度
も
、
公
に
こ
れ

を
認
め
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
だ
。
た
だ
、
私
の
北
村
氏
と
異
る
立
場
は
、
先
輩
に

対
し
て
、
事
情
の
如
何
に
拘
は
ら
ず
、
そ
の
過
失
を
指
摘
し
得
る
か
得
な
い

か
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
人
情
の
問
題
以
外
に
は
な
い
の
だ
。

　
さ
て
、
私
と
雖
も
、
新
劇
の
病
弊
を
、
一
か
ら
十
ま
で
翻
訳
劇
の
紹
介
的

上
演
に
帰
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
、
北
村
氏
の
説
の
如
く
、
新
劇
に
た
づ

さ
は
る
総
て
の
人
間
の
罪
も
な
い
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
話
は
少
し
別

な
話
に
な
る
や
う
だ
。
で
、
問
題
を
本
筋
に
戻
さ
う
。

　
丁
度
今
、
郵
便
一
束
の
中
に
「
あ
ら
く
れ
」
と
い
ふ
小
冊
子
が
は
ひ
つ
て

ゐ
た
。
何
気
な
く
、
「
軽
井
沢
に
て
」
と
い
ふ
正
宗
白
鳥
氏
の
随
筆
を
読
む

と
、
か
う
い
ふ
一
事
が
あ
る
。
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「
先
日
、
日
比
谷
公
会
堂
で
、
或
新
劇
団
所
演
の
『
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
』

　
を
見
て
、
詰
ら
な
さ
の
限
り
で
あ
る
と
嫌
悪
を
感
じ
、
こ
ん
な
芝
居
で
も

　
見
な
け
れ
ば
時
が
潰
せ
な
い
自
分
の
生
存
を
呪
つ
た
が
、
或
書
店
で
偶
然

　
英
訳
の
『
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
』
を
見
つ
け
た
の
で
、
試
み
に
買
つ
て
読
む

　
こ
と
に
し
た
。
首
尾
を
通
じ
て
面
白
く
読
徹
し
た
。
公
会
堂
の
芝
居
と
は

　
比
較
に
も
な
ら
な
い
。
私
は
あ
ん
な
芝
居
を
見
た
た
め
に
、
小
説
を
読
み

　
な
が
ら
も
、
劇
中
人
物
の
顔
が
小
説
の
人
物
と
な
つ
て
浮
ぶ
の
で
、
余
程

　
興
味
を
殺
が
れ
た
。
云
々
…
…
」

　
こ
の
文
事
を
か
う
い
ふ
目
的
の
た
め
に
引
用
し
た
こ
と
を
正
宗
白
鳥
氏
に

ゆ
る
し
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
実
は
、
こ
れ
を
読
み
な
が
ら
、
今
日
の
新
劇

な
る
も
の
の
姿
が
、
ま
ざ
ま
ざ
と
私
の
眼
前
に
浮
ん
だ
の
だ
。
劇
と
小
説
の
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違
ひ
は
あ
つ
て
も
、
私
の
云
は
う
と
す
る
主
旨
は
、
こ
の
印
象
に
よ
つ
て
ほ

ぼ
尽
さ
れ
て
ゐ
る
。
舞
台
が
観
客
に
与
へ
る
魅
力
に
つ
い
て
、
新
劇
は
、
既

に
そ
の
出
発
点
を
誤
つ
て
ゐ
た
と
い
へ
る
し
、
そ
の
誤
り
に
一
度
も
気
が
つ

か
ず
、
今
日
ま
で
得
々
と
し
て
「
翻
訳
的
上
演
」
に
、
一
種
の
誇
り
を
さ
へ

示
し
て
ゐ
る
新
劇
、
わ
が
こ
と
な
が
ら
、
情
け
な
い
次
第
だ
。

　
く
ど
い
や
う
だ
が
、
私
は
、
翻
訳
劇
、
そ
の
も
の
を
け
な
す
の
で
は
な
い
。

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
当
然
免
れ
難
き
不
満
を
忘
れ
て
で
も
、
そ
の
上
演
を

期
待
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　
私
の
云
は
う
と
す
る
の
は
、
翻
訳
劇
が
翻
訳
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
な

い
程
度
の
日
本
語
化
と
、
そ
の
日
本
語
の
正
確
な
肉
声
化
と
が
、
も
う
少
し

周
到
に
訓
練
さ
れ
て
ゐ
た
ら
、
今
日
の
新
劇
　
　
単
に
俳
優
の
演
技
ば
か
り
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で
な
く
、
戯
曲
作
家
の
群
も
、
幾
分
そ
の
面
貌
を
異
に
し
て
ゐ
た
ら
う
と
思

ふ
の
だ
。
こ
れ
は
枝
葉
の
問
題
の
如
く
に
し
て
、
決
し
て
さ
う
で
は
な
い
。

今
日
は
、
演
劇
の
「
頭
脳
」
に
つ
い
て
考
へ
る
前
に
、
そ
の
「
心
臓
」
に
、

手
当
を
加
ふ
べ
き
時
機
だ
と
い
ふ
こ
と
を
前
提
と
し
て
で
あ
る
。
（
一
九
三

二
・
一
〇
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
岸
田
國
士
全
集21

」
岩
波
書
店

　
　
　1990
（
平
成2

）
年7

月9

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
現
代
演
劇
論
」
白
水
社

　
　
　1936

（
昭
和11
）
年11

月20

日
発
行

初
出
：
「
新
潮
　
第
二
十
九
年
第
十
号
」

　
　
　1932

（
昭
和7

）
年10
月1
日
発
行

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：tatsuki
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校
正
：
門
田
裕
志

2007
年11

月20

日
作
成

2016

年5
月12

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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